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　本稿 は
， 埼 玉県所沢市周 辺 地 域 に お け る ダ イ オ キ シ ン 問 題 に 対 す る 公 害 調 停運動 を，フ レ

ー
ム 調

整 の 視角 に 甚つ い て 分析す る。1990 年代 こ の 地 域 に は 無数の 産業廃棄物焼却施設が集中 し て い た。

施設近隣 の 住民 は 運動 を 開始 した が ，なか なか 広 が らなか っ た 。95年 に 科学者 の 協力を 得て ，高

濃度 の ダ イ オ キ シ ン が 排出 され て い る こ とを 明 ら か に した こ とか ら，住民運動 は 大 き く拡大 した 。

つ ま り 「ダ イ オ キ シ ン に よ る環境汚染 」 へ の フ レ
ー

ム 転換が成功 した とい え る。しか し拡大 し た 住

民 運動 は ，「地 域 へ の 産 廃 施 設 の 集 中 」 へ と フ レ ーム の 再 調 轄 を 行 い ，埼玉 県行政 と の 対決姿勢 を

強 め て い っ た。こ れ は，「ダ イ オ キ シ ン 」 とい う情報 に よ っ て 問題 の 存在を 知 ら さ れ た 「新住民 」

た ち が，自分 た ち の 問題と して 主体的 に 問題 を 捉え返 そ うとし た過程 で あ っ た。そ こ に は ，ほ か で

もな い 自分 た ち が 生 活す る 地 域 の 問題 で あ る とい う 「限 定 」 に 基づ く強 い 当事者意識 が あ る 。「誰

も当事者 で あ る 」 と い うか た ち で 今 日広 が っ た 環境意識を 相 対化 して ゆ く さ い ，こ の 「限 定 」 の 契

機は 重要 で あ る と 考え られ る。

キ
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1．所沢 ダ イオキ シ ン 問題

　ダ イ オ キ シ ン 問題 は 1990年代後 半，日本国内 で もっ と も注 目を 集め た 環境問題で あ っ た と い

っ て も過言では な い だろ う。 産廃業者に よる産業廃棄物焼却施設 ， 市町村 レ ベ ル で の
一

般廃棄物

焼却施設，い ずれに つ い て も排出される ダ イ オ キ シ ン が全国各地で 問題視され た 。 なか で もと く

に 注 目を集めた の が，埼土 県所沢市周辺 地域で の 産業廃棄物焼却施設か ら排 出され る ダ イ オ キ シ

ン の 問題 で ある 。 所沢 市は埼玉 県西部 に 位置す る東京 の ベ ッ ドタ ウ ン で あるが ，そ の 北方に は 他

の rh 町に ま た が り つ つ 江戸時代以来 の 三 富 （上富 ・中富 ・下富） 新田が 広 が っ て い る 。 三 富新田 に

形成 され た平地林 （通称 「くぬ ぎ山 」）を中心 に ， こ の 地 域に は当時産廃焼却炉が 無数 に 集中して

い た 。 よ く知 られて い る よ うに
， 摂南大学 の ダイ オ キ シ ン 研究者 ・宮 田秀 明が 95年周辺土壌か

らの 高濃度の ダ イ オ キ シ ン を検出 し，大 きく社会問題化 した 。 所沢市内を 中心 に 数多く結成 され

た住民 団体は，や がて公害調停を 申請す る運動に 集結して い っ た 。

一
方で，こ の 過程で 有機農家

0 さん が，産業廃棄物で は な く所 沢市の 一般廃棄物焼却施設か らの ダ イ オ キ シ ン 排 出も問題化 し

よ うとし て 容れ られ ず，独 自に 農産物 の ダ イ オ キ シ ン 測 定 に 踏み 切 っ た こ とか ら，い わ ゆ る 「ホ

ウ レ ン 草報道」 が起 こ っ た （成，2002 な ど ）。

　そ の 後，「ホ ウ レ ン 草報道」 の 影響 もあ っ て 「ダ イ オ キ シ ン 類対策特別措置法 」 が 成立 し，ま

た 産廃焼却に 対する世間の 目も厳 し くな り，所沢周辺地域で は 焼却は 激減 して い っ た 。
つ ま り，
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ダ イ オ キ シ ン 問題は 皆無 と は い え な い が，大変小 さ くな っ た
。

し か し
， 焼却を や め て も， 破砕や

比縮に 切 り替え た 業者 も多 く， 地 域 に 流入す る産廃 の 量 はむ しろ増え続けて い る こ と か ら，公害

調停 の 後継 団体は 今 日 も活動を続けて い る （埼 玉 西部
・土 と水 と 空気 を 守 る 会編 ， 2005）一

方，近年

で は 「ダ イ オ キ シ ン の リス ク は 大 した もの で は な く，あそ こ ま で 大騒 ぎする必要 はな か っ た 」 と

い っ た議論 （渡辺
・林，2003）も現れ ，物議を醸した こ とは 周知の とお りで ある 。

2．分析の 焦点 と視 角

　ダ イ オ キ シ ン 対策批判に は ，ダ イ オ キ シ ン 対策を 求め た 運 動に 対す る批判 も含まれ て い る 。 そ

の 主 旨は 「（それ ほ ど大 きい 問題 で は な い の に ）ダ イ オ キ シ ン と い う言葉 に煽 られた に す ぎな い 」 と

い うもの で あ るだ ろ う。
「それほ ど大 きい 問題 で は な 」 か っ たか ど うか は 検証の 必 要が あ る 。 し

か し，筆者は 「煽られた に す ぎな い 」 とい う批判に は興味深い もの を感 じた 。 とい うの も，筆者

自身 も含め 今日多 くの 人 々 が抱 く環境意識と は ，お そ ら く何 らか の 情報を受けて 抱か れ る よ うに

な っ た もの に 違 い な い か らだ 。つ ま り筆者 に は ，ダ イ オ キ シ ン 対策を求 め る 運動に 対す る 批判は ，

今日 多 くの 人に 広が っ た 「環境意識」 そ の もの に 対す る批判で もある よ うに 感じられ た の で ある 。

一
方で ，先述 の とお り所沢周辺地域の 公害調停運動 は ，焼却が ほ と ん どな くな っ た 今 日で もなお

運動を 継続させ て い る 。
こ の 10年以 上に 及 ぶ 継続力は，明 らか に われ わ れ の 多 くが 抱い て い る

環境意識 とは 次 元の 異なる水準に ある。彼 らの 多 くは ，黒 い 煙が もうもうと排出され る現場を 見

て ，運動 に駆 り立 て られた はず で あ り，焼却が ほ と ん どな くな っ て な お 運動を継続 さ せ る に は ，

彼ら の なか に なん らか の 強 い
一貫性が保持され て い る と考 えられ た 。 そ れ は逆 に 言 え ば，運動の

自己 目的化や，過剰 に 「ゼ ロ リス ク 」 を求め る運動で はな い か どうか を検証 する必要があ る， と

い うこ とで もあ る 。 そ の よ うな分析を通じ て ，
一

般的な環境意識と住民運動 の 違 い は 何か と い う

こ とを考え る こ と は ，か つ て 飯 島伸干 （2001 ： 19）が掲げた環境社会学 の 4テ ーマ 群の 交差 （こ こ

で は 「環境有動 」 と 「環境意識
・
環境文化 」〉 に こ そ焦 点を あて る と い う意味で，まだ あ ま り手 の 付

け られて い ない 領域 で ある 。

　 よ っ て 分析に あた っ て 焦点を 当て た い の は ，「ダ イ オ キ シ ン とい う情報を 受けて 動 き出 し た 」

住民 の 多くが集結した公害調停運動 で あ る 。 そ し て また，それ に もか か わらず彼らが，大量 の ダ

イ オ キ シ ン が排 出さ れて い た 「一般廃棄物焼却施設 」 を公害調停の 中請対象に 含め な か っ た 理 由

を理解す る 必要が あ る 。 なぜ な ら こ の こ と は ，突 きつ め て 考えた とき彼 ら の 問題設定が す で に

「ダ イ オ キ シ ン 」 で はな か っ た とい うこ とを意味 して い るか らだ 。
こ こ で人は 「ダ イ オ キ シ ン 問

題 か ら初発 の 産廃 の 問題に 戻 っ た の だ」 と考えるか もしれ ない 。し か し後述す る よ うに ，ダ イ オ

キ シ ン 報道以前か らの 運動 の 中心 人物は ，0 さんを 攴援す る 立場を取 っ た の で ある 。

　そ こ で 本稿で は分析の 視角と して，社会運動論に おける フ レ
ー

ム 分析を利用 した い
。 そ の起点

とな っ て い る Snow 　et　al ．（1986）で は ， フ レ ーム とは 「解釈の 諸図式 」 で あ り，諸個人が，生活

空間 ・世界の なか で 出来事 を 「位置づ け，知 覚し，同定 し，分類す る こ とを 叮能 に す る 。 出来事

や事件を意味ある もの に か える こ とで
，

フ レ
ー

ム は経験を 編成 し行動を導 く機能を 果たす 」 とし

て い る。ス ノ ーらは ，社会運動が フ レ ーム を調整す る パ タ
ー

ン とし て ， フ レ
ー

ム転換，フ レ ーム

拡大， フ レ
ー

ム 連携，フ レ
ー

ム 増幅を 挙げて い る 。 社会運動研究 に おけ る フ レ
ー

ム 分析は，1990
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論　 　文

年代ア メ リ カ社会学を 中心 に 多くの 研究を生み 出 し，さ ま ざまな フ レ
ー

ム が 「発見」 され て きた 。

本稿 で は ．所沢周辺 地域 の 初期 の 運動 に よ っ て 「ダ イ オ キ シ ン に よる環境汚染」 とい うフ レ
ー

ム

が選択 さ れる 経緯 を 確認 し た うえ で
，

「ダ イ オ キ シ ン に よ る環境汚染 」 とい う フ レ
ー

ム を 受け て

ス タ ート した公 害調停運動が フ レ
ー

ム を 転換した理 由を ，異な る選択を 行 っ た 集団と の 対比を 通

じ て 浮か び上 がらせ る 。 それ は こ れ ま で も環境社会学の なか で 議論 され て きた ，さま ざまな運動

の 特質の 違い とい うもの を再考する 作業 に もな るだ ろ う 。 その うえ で ，われ わ れの 環境意識 と環

境運動の 違 い と い う問題に つ い て 考 え て み た い 。

　 なお ，当事者たち は 「フ レ
ー

ム 」 とい うこ とを念頭に 行動 して い るわけで は ない か ら，どの よ

うな フ レ
ー

ム を選択したか と い う同定は ，研究者に よ る解釈で あ る 。 本稿で は，解釈が当事者 の

意識か ら乖離 しな い よ う， キ
ーパ ー

ソ ン に は 対面 で 原稿を読ん で もらうな ど，原稿 の チ ェ ッ ク は

丁 寧に 行 5 こ とを心 が けた 。 以 卜，所沢周 辺 地域に お け る住民運動の 展開を ，筆者自身 の フ ィ
ー

ル ド ワ
ー

ク ，ま た す で に 出版あ る い は 公開 され て い る資料 に 基づ い て 記述 し て い こ う。

3．「ダ イオキ シ ン に よる環 境汚 染」 とい うフ レー ム 選 択まで

　所沢周辺地域 に お い て は ，施設 が集中 し始め た 1980 年代後半以降，産廃施設に 隣接する 住民

に よ る訴 え は 複数存在 し て い た と考えられ る 。 し か し，「ダイ オ キ シ ン に よ る 環境汚染 」 と い う

フ レ
ー

ミ ン グを通 じ て ，こ の 問題を 全国化する こ と に 成功 し た の は 「きれ い な空気を と りもどす

会」 （後に 「所沢に きれ い な 空気を と り もどす会」 以 下，「と り もどす 会」）で ある 。
こ れ は，所沢市郊外

の くぬ ぎ山 の な か の 7軒の 住宅が，隣接す る産廃業者 ST 社 ・SIネ1二の 被害を受けて 設立 した もの

で あ る 。 中心メ ン バ ーで あ っ た小谷栄子が作成 し た 年表を 今 口，所 沢市議 の 高田 昌彦 の ウ ェ ブ サ

イ トで 見る こ とが で きる （高 田，2006）。
こ れ に よれ ば，小谷らが被害を受け始め た の は 1991年

2 月の こ とで あ り，95年 1月に 宮 田秀明 を所沢に 招 くま で に ，4 年近 くもの 歳月がか か っ て い る。

こ の こ と は ，当初 「ダ イ オ キ シ ン 」 と い う問題意識は 当事者たち の 頭に は な か っ た こ とを意味 し

て い る 。 7軒 の 住居が くぬ ぎ山 の な か で も所沢市側 に ある の に 対 し ST 社 ・SI社 の 所在が狭 山 rh

側 で あ っ た た め に
， 両市役所 に 訴え て も 「た らい ま わ し 」 に な っ て し ま っ た こ と は 後の ダ イ オ キ

シ ン 報道 に よ っ て よ く知 られ て い る （杉本，1999 ： 121 な ど ）。

　後 の ダ イオ キ シ ン 報道 の なか で はあま り知 られ て い な い 事実 とし て 本稿で 注 目して お ぎた い の

は ，1994 年 7 月に 弁護士 の 梶山正三 が 現場に 来て い る とい うこ とで あ る 。 梶 山は 「闘 う住 民 と

と も に ご み 問題の 解決を め ざす弁護士連合会 」 の 会長を務め る ，廃棄物紛争の 権威で あ る 。 こ の

時は 「と りもどす会 」 が 「全 国廃棄物処分場 ネ ッ ト ワ
ー

ク 」 の 存在を知 り，連絡 した こ と で 紹介

さ れて きた の で ある
。 現地 を 視察 し た 梶 山は 「これな ら 訴訟に 勝て る 」 と述べ た

。 梶山本人に よ

れ ば ，周 辺の 木が枯れ る な ど環境 へ の 悪影響が 明らか で あ っ た た め で あ り，その 写真を撮 るな ど

証拠 も収集 した と い うω
。 しか し小谷は こ の時訴訟に 踏み切 る こ とが で きなか っ た 。 そ の 理 由 は ，

小谷 自身が都内の 出版社で 仕事を し て お り，ま た 4 人の 子 ど もの 育児中で あ っ た た め に ，それ ら

と訴訟を 両立 さ せ る 自信 が なか っ た た め で ある 。 小谷は 運動を 広げ て い くこ と に よ っ て 状況を打

開す る し か ない と考え，何か 事件が起 きた り行動を起 こ した さ い に ，そ の こ とを マ ス コ ミ 各社 に

フ ァ ッ ク ス で 送 る作業を行い 始め た 。出版社 で仕事を し て い た の で ， こ の 種 の 作業は ．小谷は 得
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意だ っ た の で あ る  
。

　実際 こ の こ ろか ら 「と り もどす会 」 へ の 支援の 輪は広が り始 め た 。 た とえ ば，1994 年 12 月 5

凵の 埼玉 県へ の 要望は 「ごみ 問題 さ い た ま の 会 」 と と もに 行 っ た もの で ある 。 ま た，同 月 20 目

の 環境庁訪問に つ い て は ，藤原寿和が同伴し 「ダ イ オ キ シ ン 」 に 言及 し た こ とを 小谷は 覚えて い

る 。藤原は ，東京都 に 勤務す るかた わ ら市民運動に 関わ っ て きた 。
こ の 年の 秋に 京都で ダ イ オ キ

シ ン 国際会議が 開か れた こ とを受けて
， 翌 95年に 「止め よ う ！ダイ オ キ シ ン 汚染 ・関東ネ ッ ト

ワ
ー

ク 」 を設立 す る 人物で ある 。 そ し て 同月 22 口 の 「住民の 生 の 声を聞 く会」 に は， フ リージ

ャ
ーナ リ ス トの 高杉昔吾 も参加 し て い る （高杉，2003 ： 99−100）。 そ の 後の 会合の なか で ， ダ イ オ

キ シ ン とい う切 り凵 で 勉強会を 開 くこ とが提案 され，高杉が宮 出を紹介する こ とを提案した の で

あ っ た 〔3〕
。 高杉は 90年と い う早 い 時点で岩波新書 r産業廃棄物』 （高杉，1990）を執 筆 し，焼却

炉 で の ダ イ オ キ シ ン の 発生 に つ い て も，また所沢周辺地域 の 野焼 きに つ い て も，すで に 指摘を 石

っ て い た 。「ダ イ オ キ シ ン に よ る環境汚染 」 と い うフ レ
ーミ ン グ は

，
こ の よ うな外部 の ネ ッ ト ワ

ーク との 接続に よ っ て な され た こ とが わ か る 。 もっ と も，「止め よ う ！ダ イ オ キ シ ン 汚染 ・関東

ネ ッ トワ
ーク 」 は現場支援を 基本的 ス タ ン ス として い た （2〕

。 運動が拡人した 後も，地域が 自立 し

て 運動を続け られ るよ うに なる こ とを支援 し続けた と い う   。

4，「ダ イオキ シ ン に よる環境汚 染」 と い うフ レー ム に よ る運 動の 拡大 とそ の

　　 限界

　1994年の 年内の うち に 小谷は宮田 に 電話を して ，年明 け の 95年 1月に 所沢で 講演を 行 っ て も

らうこ とを承諾 して もらっ た 。
こ こ まで の 記述か ら明 らか な よ うに ，宮 田が招かれた の はあ くま

で 講演 の た め で あ り，測定 の た め で は なか っ た 。講演の 後，宮 田 の 方か ら現場を見て み ま し ょ う

か と提案があ り，さら に 現場で宮田か ら焼却 灰や ⊥ 壌を サ ン プ ル 採取す る こ とが提 案され た の で

あ っ た （5＞
。 95年 の 12月に 宮 田 か ら測定結果が 送付 されて きた

。 小谷は これを マ ス コ ミ に 配信 し，

これ ま で の ネ ッ ト ワ
ーク は 96 年 1 月に rr【Eめ よ う ！ダ イ オ キ シ ン 汚染』 さ い た ま 実行委員会」

を立 ち上 げたが ，当初
一

般 市民 の 反応は あ ま りな か っ た 。

　そ の 後問題 の 認知を 大 きくす る きっ か けは ， 1996年 10月 の テ レ ビ朝 日報道番組ザ ・ス ク
ー

プ

に よる 「埼玉 県 T 市が ひ た隠 し に す る ダ イ オ キ シ ン 高濃度汚染 」 で あ っ た と い わ れて い る 。
「市

民 団体が 20近 くで き」，「そ れ ぞれ の 団体が ダ イ オ キ シ ン に つ い て の 学習会や 講演会を催 し た の

で ，所沢や 周辺 市田亅村 の ど こ か で 毎週 の よ うに ダ イ オ キ シ ン に 関する学習会が 開催され て い ま し

た 」 と い う （「止 め よ う ！ダ イ オ キ シ ン 汚 染」 さい た ま実行委員会，1998：102−103）
。

一
方で ，今 日も住

民運動に 参加 し て い る メ ン バ ーに 聞 き取 りを行 っ て み れば ，必ず し もテ レ ビ を 見て 運動 に 参加 し

た メ ン バ ーばか りで もな い こ ともわ か る 。 そ の よ うな
一例 と して，生活ク ラ ブ 生協に よる ダ イ オ

キ シ ン に つ い て の 講演会の 様 fが，2005年に 出版 された r産廃銀座に挑 んだ住民た ち』 に は述

べ られ て い る 。
こ れは，公害調停運動 の 後継 団体 の 「埼玉 西部 ・土 と水 と空気を 守 る会」 （調停

が終結した の で 名称が 「さい た ま 西 部 ・ダ イ オ キ シ ン 公害調停 を すす め る 会 」 か ら変 史 さ れ た 。 以下，「守

る 会 」） に よ っ て ま とめ られ た もの で あ る 。 講演会の 講師は ，小谷と棚橋道郎 （「止 め よ う ！ダ イ オ

キ シ ン 汚染」 さ い た ま 実行委員会）で あ っ た 。
こ の 年生活 ク ラ ブ 所沢北攴部 の 環攬委員長を 務め て
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い た井草志乃 が企 画 し た もの で あ る 。 井草は 前年 の 秋， ∫ど もの 運動 会の さ い に小 谷栄子か ら現

地 の 様 子を聞 ぎ，そ の 後現場 も案内 され，何か 力 に なれ ない か と思 っ て い た の で あ っ た （4）。当 日

資料に よれ ば偶然 に も 「ザ ・ス ク
ープ 」 報道 と同 H の 10 月 12 目 の 開催で あ っ た よ うだ。

　「こ の 調査結果 〔1995年の 宮田秀明 の 調査結果 ：引用者注〕を受けて ，1996 年，生活 ク ラ ブ所

沢北支部環境委員会は ， くぬ ぎ山 の 深刻 な ダイ オ キ シ ン 汚染の 現状を所沢市民 に 広 く知 らせ

よ うと，講演会を 開 きま した。話が終わ っ た あ との 会場で は rあの 臭い の 原因は ，それだ っ

た の 』 rうち も洗濯物に 灰 が つ くわ 』 r毎 日，窓枠が べ っ た り黒 くな る の よ』 r子 ど もの 気管

攴炎が治 らな い 』 r近所に も煙突が た くさん ある』 r私 もま っ た く同 じ思い を し て い た』 な ど

の 意見が 続出 して 大騒 ぎに な りました 」 （埼土 曲 部 ・土 と水 と空気を守 る 会編，2005 ： 19）。

　 こ こ に は ，「ダ イ オ キ シ ン に よ る 環境汚染 」 と い うフ レ ー ミ ン グ に よ っ て 拡人 し た住 民運動の

特微が ，端的に 現わ れて い る 。 まず，な ん と い っ て も拡人した 住民運動は ，「ダ イ オ キ シ ン 」 と

い う情報を 受けて 動き始 め た運動で ある と い うこ とが理 解され よ う。 住民た ち の 多くは
， くぬ ぎ

山か ら数 km 離れた私鉄 （西武鉄道） の駅 に 比較的近い 住宅街 （後述 の 「中新井地区 」 など） に 住ん

で い た か らで ある 。
これに 対 し 「と りもどす会 」 の 7軒 は よ り郊外 の 住宅で あ り，産廃焼却施設

か らは 100m くらい し か 離れて い なか っ た 。で あるか ら同 じ問題 を 見て い て も，両者の 間 に は

聞題 の 立 ち現われ 方に かな りの 違 い があ る 。 もち ろ ん ，「情報を受け て 動き始め た 」 とい っ て も，

所沢周 辺地域 の 住民運動は 「ダ イ オ キ シ ン 」 と い う言葉だけに 動か された わ けで は な い こ とに も

注意す る必要があ る 。 講演会後 の 参加者た ち の 指摘 に 見 られ る よ うに ，あ る程度 の 健康不 良 ・大

気汚染 とい うもの は感 じ られ て お り，
「い わ れ れば 思 い 当た る 」状況 は存在 して い た 。 そ の よ う

な実感が 存在 し た か ら こ そ，住民運動は 拡大 し えたわ けで あ る 。

　 しか し続い て 確認 し て おか な くて は な らな い の は ，「ダ イ オ キ シ ン に よ る環境汚染」 とい うフ

レ
ー

ム は 運動の 拡大に は 大 きく寄与 し た もの の ，問題 の 解決 に は それほ ど有効で は な か っ た と い

う事実で ある 。 そ れ を 象徴 して い る の が， 1997年 4 月に 開催された埼玉 県に よ る ダ イ オ キ シ ン

調査 の 説 明会 で あ る 。
こ れ は ，96年 5月 に 「と り もどす 会」 が申請 し た ，埼玉 県公 害防止 条例

（当 時 ） に 基づ くダ イ オ キ シ ン 調査 の 結果 に つ い て の 説 明 会で あ る 。 前年 5 月 に 申請さ れ た 調査

の 結果が ，97年 3 月 に 発表 され翌 4 刀に 説明会の 開催 とな っ た こ と で
，

ち ょ うど所沢周辺 地域

の 住民運動が拡大 し始 め た時期に 重 な っ た の で あ る 。
こ の説 明会は 広 く

一
搬 に 開か れた もの で あ

っ た た め に ，多 くの 周辺住 民が 参加 し た
。
r産廃銀 座 に 挑ん だ住民 た ち』 で は ，説明 会当 日の 様

子を 次の よ うに 述べ て い る 。

　「1997 年 4 月 12 日
，

400 人収容 の 所沢市役所 8階 の 大会議室 で ，私たち は 早 くか ら焼 却の

実態の 写真 パ ネ ル を 展示 し ，開始を待ち構 え て い ま し た 。参加者は 埼玉県か らは説明
・答弁

者 9 名を 含む約 20名，住民 は約 430名 も参加 し て ，立 ち 見が 出る 程に な りま し た 。 埼土 県

は ，調 査結果の 数値 が環境庁 の リ ス ク 評価検討会中間報告 の 指針値 〔5pgl］EQfkg ／day ： 引用

者注〕を下 回 っ て い る こ とを 強調 し，こ の 説明会 で 所沢周辺の ダ イ オ キ シ ン 汚染 は 深刻 な も

の で な い と安全宣言をす る 目論 見で い ま した 。
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定松 ： 所 沢ダ イ オ キ シ ン 公 害調 停運 動に お け る フ レーム 調整 過程

　 し か し，r最大数値の 取 り方や ，別 の 分析数値を使 えぱ指針量 を上 回 る の で は な い か 』 な

ど，県の 説明 の 問題 点，矛盾点が次 々 と鋭 く指摘 され る と，県 は rこ の 調査 で 安全 とは 言 っ

て い ない 。デ ー
タ の 少な い なか で ，手探 りで 調査を始め た ばか りだ 』 と姿勢を 変え ， 母 乳 な

ど の 健康調査を計画 し て い る と約束 し ま し た
。

2 時 〜4 時 の 予定時間を 1時間以上 も超過 し

た こ の 説明会で は ，当初胸を張 っ て い た県の 説明者は 最後 に は うつ む い て い るだ けで した 。

住民 の ダイ オ キ シ ン に 対す る関心 が とて も高い 事が判 っ た こ の 説明会は ，T一探 りだ っ た 私た

ちの 運動 の 方向を決め て くれた きっ か けに な っ た と言え ます」 （埼玉 西部 ・土 と水 と空気を 守 る

会編，2005 ：32−33）。

　こ の 調査結果 は 埼玉県 の ウ ェ ブ サ イ トで 見る こ とが で きる （埼玉 県環境部環境政策課 ほ か，1997）。

こ こ で は 大気と土壌の 両 方が測定 され て い る が ，宮田秀明の 土壌 に 関す る測定結果 （Miyata 　et

al．，1996） と比 較し て 見る と，測定値が 多少重 な りあ い なが ら も総 じ て 低め に 出て い る 。た だ し

正確を期 して 述べ るな らば ， た とえ宮 田 の 土壌 に つ い て の 測定値を用い た として も，
一

般的な ダ

イ オ キ シ ン 摂取量 は 危険 な水準に は な りえない 。 土壌か ら摂取する ダ イ オ キ シ ン 量は大変に 少な

い か らで ある 。 また ，焼却労働者は別 と して，大気か ら の 摂取量 が相当に 大 きか っ た と し て もそ

れで 摂取量が 基準 を超 える こ ともなか なか ない こ とも事実 で あ る 。 しか し， こ こ で 問題とすべ き

は ，住民たち が 「焼 却の 実態の 写真パ ネ ル を展示 」 し て い る こ と か ら明 らか な よ うに ，産廃 の 焼

却の 状態の 悪さ で ある 。 む しろ 「ダ イ オ キ シ ン とい う問題設定で は 行政が 動か ない 」 とい うと こ

ろか ら， 彼 らの 独 自の 問題接近が始 ま っ た とす らい える 。

5．拡大 した住民運 動におけ る試行錯誤

　そ の 様子を
， 住 民団体 の 1 つ で あ る 「中新井 の 環 境を考 える 会」 （以 下，「中新井の 会 」） の 活動

をた ど る こ とで 示 し て み よ う。 中新井地 区は 所沢市の 住宅街 ，
つ ま り基本的に は首都圏の ベ

ッ ド

タ ウ ン で あ り，い わ ゆる 「新住民」 が 多く住ん で い る 。 そ して 所沢市の 住宅街 の なか で は 比較的

北方に 位置 し ，
三 富地区 の 南側 に位置 し て い る 。

「中新井 の 会」 も住民運動拡大期 の 1997年 1月

に 設立 され，会員は 80名ほ ど とされ て い る （前 田，1998）。
「中新井の 会 」 の 事務局代表で ある前

田俊宣が の ち の 公害調停運 動 の 事務局代表を務め た り，今日まで続 く運動を牽引す る北浦恵美が

メ ン バ ーで あ っ た りと，公害調停に つ なが る動 きを考 え る うえで 見逃す こ との で きない 住民団体

で あ る
。

　先述 の 説明会の 席 L，産廃業老の 北 田商事が焼却炉を建設 し始め て い る こ とが ，近隣住民か ら

指摘された （北浦，1998：51）。 北 田商事 は くぬ ぎ［11か ら 1km ほ ど南 の 場所 に 位置 し て い た た め

に ，中新井地 区か らは 北 へ 1km ほ ど の 近 さ で あ っ た 。 工 事 自体は 1 月か ら開始 されて い た の だ

が ，こ の説 明会に よ っ て それが 「中新井の 会」 の 知る と こ ろ とな っ た の で あ る。 くぬ ぎ山 よ り も

近い 北 田商事が焼 却を 開始すれ ぽ，こ れ まで以上 の煙害が 中新井地 区に 及ぶ こ と とな る 。 北 田商

事問題 は 。「中新井の 会 」 に と っ て こ れま で 以上 に 当事者性を強め る問題 とな っ た 。

　それ に 加えて
， 北 田商事に 関し て 埼玉 県 と折衝を 行 うな か で

，
これ ま で 被害に 苦 し ん で ぎた 産

廃施 設周辺農家 の 存在 も，
「中新井の 会」 の 知 る と こ ろ とな っ た （北浦，1998 ： 52）。

つ ま り 「農
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家は 産廃の 煙 に よ る直接の 被害者」 との 認識は ，少な く と も 「中新井の 会」 に 関する か ぎり相当

早 くか ら抱か れて い た 。 公害 調停運動は 調停が終結 し産廃焼却が ほ とん どな くな っ た の ち，産廃

業者 との 個 人的な訴 訟 へ の 支援も行 っ て い るが ，こ の 運動が （やや弱い 意味 で の ）被害者で もあ る

だけで な く，同時 に 「支援者 」 で もある性質は ，当初か ら存在 し て い た こ とが わ か る 。
「中新井

の 会」 の 事務局代表で あ る前田俊宣作成の 年表 （前 田，1998） に よれ ば，説明 会か ら 1週 間を 経

な い 4月 18 日に は 「中新井 の 会」 は 埼玉 県 に 対 し抗議行動を 行い ，28 日に は 所沢市に 要望書を

提 出 し て こ の 件 に つ い て の 住民説明会を 要求 し て い る 、 こ れ を 受けて 行政 に よ る 説 明会が 5月

21 日 に ，さ ら に 6月 12 日に も行わ れ た 。 後者 に つ い て は，中富 ・下富 ・中新井 の 三 地区合同 の

開催で あ り
， 農家有志 と 「中新井 の 会」 の 連携が 明確な もの に な っ て い る 。

　そ し て こ れ らの 活動 の な か で 浮か び上 が っ て きた の は ，産業廃棄物業 ・施 設 の 許認 卩∫を管轄す

る埼玉 県行政 に 対す る問 題意識で あ っ た 。 北 出商事が 中新井地区 の 近 くに あ る とい うこ とを離れ

て 考 え て も，無数の 焼 却炉に よ っ て すで に ダ イ オ キ シ ン 汚染が あ る と され て い る 地域 に さ らに 焼

却炉 の 許可 を下 ろす と い うこ とは ，地域住民 として 承服 しがた い こ とで あ っ た
。

6．公害調停の 選択一
「地域 へ の 産廃施設の 集中」 へ の フ レ

ー ム 転換

　よ っ て ，1998年 4月に 公 害調停を行 う こ とが提案され ，98年 12月 の 申請ま で 急 ピ ッ チ で 準備

を進 め て ゆ くなか で
， 埼玉 県行政 の 責任を 問 お うとする論点が形成 されて い っ た 。 98年 12月の

公害調停 申請で は ，47 業者の 産廃業者 （64炉） と埼玉 県行政が 被申請人 と し て 申請 されて い る。

こ れ に 対 して ，われ われ は つ い 「47業者 64炉 」 とい う数字の 多さ に 目が 行 っ て しま う。また運

動 自身 も地域 の 状況を伝えるた め に ，当然ながら こ の 数字 を強調す る こ とは 多い
。 よ っ て 埼玉県

行政は 追加的 ・補足 的に 被 申請人 に 加えられた か の よ うな 印象が 抱か れが ち で ある。し か し，調

停申請書 （埼 玉 西 部 ・土 と 水 と空気 を 守 る 会編，2005 に 抄録）を 見て み れ ば，被申請人の 筆頭 に 掲げ

られて い る の は 諸産廃業者で は な く 「埼玉 県」 で ある こ と がわ か る 。 埼玉 県行政 と 諸産廃業者に

対 し要求 された 内容は ，資料の 開示 ・焼 却施設の 使用停止 ・汚染に つ い て の 調査 ・原状回復措置

の 4項 目で あ っ た 。 埼玉 県行政 に つ い て ，r産廃銀座に 挑んだ 住民たち 』の なか で は次 の よ うに

述べ られて い る 。

　「そ し て ，それ ら の 多数 の 焼却炉の 操業 の 許可 ，指導 ・監督権限を有し て い た 埼玉 県 も被

中請人 と し ま し た
。 私た ち は これ ま で

， 埼玉 県 へ 焼却 の 煙 の 苦情，規制の 要望を繰 り返 して

きま した 。 埼玉 県が こ れ ほ ど多 くの 焼却炉の 集中立地に 対す る対策を ま っ た くと らずに ，焼

却炉操業 の 許可を 出 し続け，さら に 各業者の 違法な状態を 見過ご して きた こ とが事態を悪化

さ せ て ぎま し た 。 こ の 事態 を引 き起 こ した 一番 の 責任は 行政に ある，との 思 い が強か っ た の

です 」 （埼 玉 西 部 ・土 と水と空気を守 る会編，2005 ：40） 〔下線は引用者に よ る〕。

　 な お ，r47業者 64炉 」 と い う数字 自体 も，公 害調停 の 準備 を進め るな か で 確定 され て い っ た

数字 で ある 。 当初 は，数を 絞 っ て と くに 悪質 と思わ れ る業者に つ い て の み 申請す る こ とが 考えら

れて い た
。

し か し
， 弁護団 に 相談し た と こ ろ ，「それ で はあ る業者は中請 された の に ，別 の 業者
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は 申請され な い とい う中途半端な こ と に な っ て しま う，や る な ら徹底的に や っ た ほ うが い い 」 と

い うこ とで ，網羅的 に 焼却炉を対 象とす る こ とに な っ た の で あ る c6｝
。 炉 の 焼却能力が 「150　kg／h

以 上 」 と基準を 定 め
，

1っ ひ と つ 「正 確 に 地 図 に 落 と し 」 （埼 玉 西 部 ・土 と 水 と空気 を 守 る会編，

2005 ： 40） て い く作業を 通 じ て 「47 業者 64 炉 」 とい う数字 が 明 らか に な っ た の で あ る 。 個別 の

業者で は な く，業者が集中して い る 「地 域」 全体の 環境を 問題 とす る こ とと，その よ うな地域 を

形成 し た （あ る い は，形成 さ れ る こ とを 見 過 ご して きた ）埼± 県 行政を問題視 す る こ と は ，見事に 問

題 の 表裏 をな し て い る 。

　公害調停運動に と っ て の 「地域 」 とは，「くぬ ぎ山 」 ある い は 「三 富地 区」 の み を 意味す る の

で は な く，「47 業者 64炉 」 が存在す る よ り広 範な地域 の こ とを指 して い る。それは 「埼玉県西

部地域」 と考え て も良 い が ，現実に は もう少し 狭い 。
「47 業者」 の 所在に 即 し て い え ば

， 所沢

市 ・川Ptili・狭山市 ・新座市 ・三 芳町が含まれ る 。 しか し，新座市が含 まれ て い る こ とに 明 らか

で ある よ うに
，

三 富 に とどま らず東所 沢 （柳瀬）地区周辺 も含ん だや や広 い 地域が，問 題化 され

て い る 。 こ の よ うに 大 き く地 域を捉え る こ と で ，個別産廃施設 に お ける 直接的な被害以上 に ，こ

の （やや広 い ）地域 に 無数の産廃業者 が集中させ られ て い る と い う事実に 焦点が当て られ て い る。

また だ か らこ そ，農家や産廃施設 の 周辺住民 だけで な く，そ こ か ら少 し離れた場所 に 住む 白分た

ち も，こ の 問題の 当事者な の だ
，

と い うこ とが示 さ れて い る
。

「ダ イ オ キ シ ン に よ る環境汚染 」

か ら 「地域 へ の 産廃施 設 の 集中」 へ と フ レ ーム の 調整が 行わ れ た と い え る だ ろ う。
「安全な環境

自ら守 る 」 が ス ロ
ー

ガ ン と して 掲げ られ ， 1998年 11月か ら 申請人 の 募集が始 ま っ た 。 98年 12

月の 第 1 次申請まで に 3415名の 申請人が 集ま っ た 。 農家 も 「300人が ，委任状に 判を押 し て く

れ た 」 （埼 玉 西部 ・圭 と水 と空気を守 る 会編，2005：23） と い う。

　 こ の 「地域へ の 産廃施設 の 集中」 とい うフ レ
ー

ム と，
一

般的な産廃問題 との 違 い を 際立た せ る

エ ピ ソ
ードが ある。公害調停運動が 始 ま っ て の ち ，メ ン バ ー

の 井草志乃 と北浦患美 は 九州 で 開催

された 「闘 う住民 とと もに ご み 問題 の 解決を め ざす弁護＋ 連合会」 の 集会に 参加 し た 。 そ の さ い

ある弁護士 か ら 「ど うして 所沢の 住民運動は，産廃施設の 前に 座 り込ん だ り，バ リ ケ
ー ドを つ く

っ た りの 実力行使を して産廃搬入 を阻 1トしよ うとしない の か 」 と批判 され ， 憤慨 した こ とが ある

とい う｛4）　c6｝
。 無数の 産廃業者がや や広 い 地域 に 集ま っ て い る所沢周辺地 域に と っ て は ，個別業者

を 実力行使で排除す る こ とだけで は問題が解決しな い 側面があ っ た 。 また ，「ダイ オ キ シ ン 」 と

い う言葉をき っ か けに ，産廃業者に 隣接 して い るわ けで は ない 住民が 問題に 取 り組み 始め た所沢

周辺地域 に と っ て ，問題は や は り 「被害 」 とい うよ りも 「環攬」 の 水 準で 捉 え られ て お り，自ら

身を挺す るま で の もの で は なか っ た とい う側面 もあ っ た 。
こ の 弁護土 は 廃棄物紛争 の 経験が 豊富

で あるか ら こ そ ，所沢周辺 地域 の 問題の 特殊性が実感で きなか っ た の で あろ う。

7．ニ ュ
ー ス ス テ ー シ ョ ン 報道以後 の運動の 分岐

　1998年 12月の 公害調停中請 （第 1 次）の 直後 の 99年 2月，い わゆる 「所沢 ホ ウ レ ン 草報道」

が引き起 こ され る こ と とな っ た 。
2 月 1 日の テ レ ビ朝 日報道番組 「ニ ュ

ース ス テ ー
シ ョ ン 」 に お

い て
，

「葉 もの 野菜 」 （実際の サ ン プ ル は 茶葉）の ダ イ オ キ シ ン 濃度が 「ア ウ ト」 と表現 され たた め

に ，所沢周辺地域の み な らず埼玉 県産の 野菜価格の 暴落を 引ぎ起 こ した の であ る 。
「埼− 県農林
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部 の 発表に よれば，2月 10 日 まで に 所沢 の ホ ウ レ ン ソ ウ だ けで 4000 力 円，埼玉 県産農産物 全体

では 3億円の 損失がで 」 た とい う （北，1999 ： 18〕。

　こ の サ ン プ ル の 提供者で ある有機農家 O さ ん に つ い て は ，成元哲 （2002） に よ っ て 詳細が 明 ら

か に な っ て い る 。 1997年 9月，所沢 市の
．般 廃棄物焼却施設で あ る 「西部清掃工 場 」 か ら の ダ

イ オ キ シ ン 排出が 毎 凵新聞に よ っ て ス ク ープ された。 これは排 ガ ス 1m3 当た り 12000ナ ノ グ ラ

ム と い う高濃度 の ダ イ オ キ シ ン で あ り，か つ こ の デ
ー

タ を所沢市 が隠蔽 して い た ，とい うもの で

あ っ た
。 西 部清掃工 場は 所沢市 の 西 の 端 に あ りtO さ ん の 茶畑は そ の 近傍 に 位 置 して い た

。 農薬

禍で 父親を失 っ た こ とを き っ か け に ，健康に よ い お 茶を生産 し よ うと有機農業を選択 し て い た 0

さ ん に と っ て ，汚染さ れた 茶葉を 販 売し て い る の で は な い か と い う疑 い は 耐 え難 い もの が あ っ た
。

先述 の よ うに 公害調停運動に お い て
一

般廃棄物焼却施設か らの ダ イ オ キ シ ン 排出は論点に ならな

か っ たた め ， 0 さんは 独 自に 茶葉 の ダ イ オ キ シ ン 測定に 踏み切 っ た 。 そ の 測 定結果に よ っ て ニ
ュ

ース ス テ ーシ ョ ン の 報道が な され る こ と に な っ た の で ある 。0 さん 自身は 当時，所沢周辺 地域の

住民運動に つ い て や や 批判的に 述べ て い る 。

　「所沢の 市民運動は 農産物の ダ イ オ キ シ ン に は 触 れる な と い う空気があ り ます 。 農家を守

る た め だ とい い ますが ，私は そ う じゃ な い と思い ます 。 だ っ て ，現実に 汚染 されて い る の で

すか ら。それを 隠す の で は な くて
， ど う解決す るか と い う立場で 考え て い か な い と い けな い

と思 うの で す 」 （宮 田 ・保田，1999：25）。

　これに 対 し て ，公害調停運動 は ，調停 に お い て
一

般廃棄物焼却施設問題を対象 と して 選択 しな

か っ た こ とを ，ど の よ うに 捉え て い るだ ろ うか 。 『産廃銀座 に 挑ん だ住民た ち』に は ，次 の よ う

に 述 べ られて い る。

　 「集中立地 の 中に は ，市 の 沽掃 1場 も複数立地 して お り，特に 所沢 市の 西部清掃 T場 の 高

濃度 ダ イ オ キ シ ン 排出 の 事実は
， 市民 の 大 きな反発を 招 い て い ま した 。 そ こ で ，県だ け で な

く，所沢市も調停の 被申請人 に 入れ た い ，と い う意見 も強 くあ りま し た 。 し か し，論点が分

散 しす ぎる恐れか ら，産業廃棄物問題に 絞 る とい う選択 とな りま した 」 （埼 玉 西部 ・1乏 水と

空気を守 る 会編，2005 ：41＞。

一
方，「と り もどす会」 の 小谷栄子は，

　「私た ち所沢 市民 は 0 さんを 応援 します 　安全な農作物を提供 しなければ とい う農家の 良

心か ら生まれた，こ の 勇気ある行動に ，私た ち所沢市民は共 感し，で きる限 りの 応援 をす る

つ もりで す。」

と い うビ ラ を配 り （横田，2001 ： 47），公害調停運動 とは 異な る 立場 を鮮明に し て い る
。

こ の こ と

は ど の よ うに 理解す べ きだ ろ うか
。

　す で に 明 らか に した よ うに ，「農家 は 産廃の 煙 に よる直接 の 被害者 1 との 認識は，少な くと も
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「中新井 の 会」 に 関す る か ぎり相当早 くか ら抱かれ て お り，当初か ら彼 らの 活動に は 産廃業者の

隣接被害者を 「攴援す る 」 とい う性質を もっ て い た 。
こ の こ とは ， 住民運動 の 中心 で ある 「新住

民 」 と ， よ り直接的な被害者で ある農家 との 立 場の 違い を，住民運動に 深 く認識 させ て い た に 違

い な い 。 公害調停運動は ，
一

般廃棄物焼却施 設か ら の ダ イオ キ シ ン 排出問題を 容れ なか っ た 理 巾

を，産廃問題 か ら論点が拡散す るた め と し て い る 。 し か し，た とえ O さ ん の 畑 が産廃施設 に 隣

接す る もの だ っ た と して も，0 さ ん が農産物 の ダ イ オ キ シ ン 汚染を 問題 としよ うとす る か ぎ り，

公害調停運動は その 論点を前面に 押 し 出す こ と は で きなか っ た だ ろ う。 なぜな ら，公害調停運動

の 中心 は 消費者 （新住民） で あ り生産 者 （農家）で は な い 。 新住民が そ の よ うな論点を 押 し 出す こ

と は
，

（自分 た ち は 傷つ か ず et） 生産 者 の 生計 に ダ メ
ージ を 与え る こ と に な っ て しま うか らだ 。

一

方，小谷栄子 も牛産者で は な い けれ ど も， 彼女 は 「ダ イ オ キ シ ン に よ る環境汚染」 とい うフ レ
ー

ミ ン グ以 前か ら煙害等に 悩 ま され て きた 明確 な 「被害者」 で あ っ た 。 そ の こ とが
， 生産名か 否か

とい う立場 を超 えて ，0 さ ん の 支持 を打ち 出す こ とを 可能に した とい えるだ ろ う。 両者は
一

刻 も

早 くダ イ オ キ シ ン 汚染か ら脱 し た い と い う点で
一

致 して い た 。これ に 対 し，公害調停運動 に と っ

て の 被害者性 は ，牛産者か 否か と い う立 場を超 え る こ とを 可能に す る ほ ど に は 強い もの で は な い
。

そ こ か ら生 じた遠慮が 「農産物 の ダ イ オ キ シ ン に は 触れ る な と い う空気 」 に つ な が っ て い た ，と

理 解する こ とが で きる 。

　 もち ろ ん 公害調停運動の な か に は産廃施設に 隣接 し直接的な 「被害」 に 悩ま され る人 々 もい た 。

しか し彼ら に と っ て は．こ れ ま で 業者や 行政 に 訴 え て も動か な か っ た状況 に 対し て ，公害調 停運

動は い わ ば 「渡 りに 船 」 で あ っ た
。 しか し，自らの 状況を切 り開 くた め に 「ダ イ オ キ シ ン に よ る

環境汚染」 と い う フ レ
ー

ミ ン グ に よ っ て 運動の 拡人を図 り，被害か ら脱す る こ とを 目指 し て きた

小谷に と っ て は ，ニ
ュ
ース ス テ

ー
シ ョ ン 報道以降，所沢周辺 地域 の ダイ オ キ シ ン 問題に 関す る マ

ス コ ミ報道が 「ぱ っ た りな くな っ て しま っ た 」 こ とは 非常な 失望感を もた ら した 。 またす で に 中

請 されて い た 公害調停 も，その 後 なか なか 第 1 回の 期 日が開催 されなか っ た
。 結局第 1 回 の期 日

が開催 され た の は ，半年以上 待た された 後の 1999 年 7月で あ っ た 。
「地域 全体 の環境問題 」 と し

て 而的に 辛抱強 く継続 される公害調停運動に 小谷は じれ っ た さを感 じる よ うに な り，公害調停運

動か ら離れて い っ た 。小谷は ，公害調停運動 の 初期 に 個別 業者へ の 民事訴訟 （い わ ば点で の 突破）

を主 張 し た こ とが あ っ た 高田 昌彦に 協力を依頼す る。高田 は 複数の 会社を経営す る資産家で あ り，

自分 の 会社の 所有す る十一地等 の 価格が ダ イ オ キ シ ン 問題 で ト落 し て い る と感じ，住民運動 に 顔を

出す よ うに な っ た
〔η

。
こ の 点彼は明確 な ス テ

ーク ホ ル ダ ー （利害当事者） で あ り ， 拡大 し た 住民

運動 とは 異な る論理を もっ て い た とい え よ う。

　高田 は ，こ れ を き っ かけ に 梶山 正三 か ら代理 人とな る承諾を 得，梶山 の 提示 す る 「農家が原告

代表 とな る 」 等の 要求を満たすた め ユ年かけて ド富の 農家を説得 し 「緑の くぬ ぎ山を創 る会」を

設立，2001年 8月，農家に 大きな被害を 与え て い た 1社に 対 して 民事訴訟 を提起 した 。
こ れ に

併せ て 小谷の 自宅近 くの ST 社 ・SI社 との 民事訴訟も提起された 。
　 ST 祉 ・SI社に つ い て は 02

年に 和解が成立 ，そ の 後狭山 市が 費川を 負担し焼却炉が 撤去され た 。
つ ま り，所沢周辺 地域 の ダ

イ オ キ シ ン の 初発の 問題で あ っ た ，小谷 の家 の 近 くtCあ っ た ST 社 ・SI社に 関 して は ， 撤退を実

現す る こ とがで きた の で あ る 。 1社に つ い て は 裁判中に 自主的に 焼却を停止 し た こ とで 焼却 の 操

業停 【トを求め て い た 訴訟 は 実質勝訴 した もの の ，⊂焼却 で は な い ）破砕業務の 拡大に 対 して 追加で
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操 業停止 を求め た 部分に 関 し て は 03年 11月に 敗訴 とな っ た 。

　
一一

方，辛抱強 く続け られ て い た公 害調停運動 に 転機が訪れ た の は
，

1999 年 10 月 の こ とで あ る
。

こ の 月，産廃業者 の 北田商事 と新明 の 2 社 に 対 し て 許 可の 更新が下 ろ され た 。 公 害調停運動 は こ

の 許可 を 不服 とす る行政訴訟を提起 し ，
こ の 2社 に 対 し て は 廃業 と焼却停止に 追 い 込む こ とに 成

功する。こ の 後民事訴訟 も提起 されて ゆ くが ， くぬ ぎ山最大 の 産廃業者へ の 許認 叮 に 関す る行政

訴 訟は 今日な お継続され て い る 。
「地域 へ の 産廃施設 の 集中」， と くに そ れを もた ら した 埼玉県行

政を問題視す る彼 らに と っ て は ，「焼却 」 で な くと も 「破砕」 や 「圧縮 」 の 業務に 許可が 出 され

続け る状況 は ，問題 の 構造が ま っ た く変わ っ て い な い と感 じられて い る の で ある 。 だか ら これ に

対 して 「運動が 自己 目的化 し て い る 」 と か ，「ゼ ロ リ ス ク を 過剰 に 要求 し て い る 」 と い う見方 は

当て は ま ら な い だ ろ う。

8．考　 　察

　 こ こ ま で 見て きた フ レ
ー

ム 調整過程 に つ い て ま とめ ，考察を 行 っ て ゆ こ う。

　まず，最初 の 「ダ イ オ キ シ ン に よる環境汚染」 へ の フ レ
ー

ミ ン グに つ い て 。
こ の フ レ

ー
ム の 内

実は ，それ ま で の 「と りもどす会 」 の 活動 との 対比 で 捉 える の が も っ とも適 切で ある 。 産廃施設

近隣住 民に よ る 「と り もどす 会」 の フ レ
ー

ム は ，「産廃業者に よ る 生活被害」 を 訴え る 被害者運

動的な もの で あ っ た 。
こ れ に 対 して 「ダ イ オ キ シ ン に よ る環境汚染」 とい うフ レ

ー
ム は 「環境問

題 」 「環境汚染」 とい う意味合い を 付け加え ，
よ り広 い 地域 の 人 々 に 当事者意識 を喚起する こ と

とな っ た 。 しか し突 き詰め て い えば，「と りもどす会」 に と っ て は あ くま で 被害者運動 の 延長線

上に位 置づ け られ る もの で あ り，環境問題 として の フ レ
ーミ ン グ は被害か ら脱す るた め の 手段 で

あ っ た と い うこ とが で きる だ ろ う。こ の フ レ ーム に お い て は，問題の 認知とそれへ の 支援を求め

る こ とに 主 眼 が置かれ て い る 。 よ っ て ，そ れ へ の 対処は 「ダイ オ キ シ ン の 排出を とめ る 」 とい う

か た ち で 大雑把 に 捉え られ，ア プ ロ
ーチ の 仕方は さ ほ ど明確で は な か っ た と考え られ る 。 荻野達

志 （1996） は フ レ
ーム を

，
「問題」 確定 レ ベ ル

， 原因帰属 レ ベ ル
， 対処 帰属 レ ベ ル

， 戦略 レ ベ ル
，

動機付け レ ベ ル ，環境 レ ベ ル と細か く区別 し て い る 。
こ れ に 従えば，「ダイ オ キ シ ン に よ る環境

汚染」 とい うフ レ
ー

ム はお もに 「問題」 確定 レ ベ ル の フ レ
ー

ム で ある 。
い ずれに せ よ，こ の フ レ

ーミ ン グが なければ ，所沢周辺地域 に お い て 大気汚染 の 原因が 認知 され ， 改善 される の は 数年以

上 の 遅れ があ っ た （あ る い は い つ まで も放置 され た ）可 能性があ る 。

　続 い て ，そこ か らの 「地域へ の 席廃施設 の 集中」 とい うフ レ
ー

ム へ の 転換 に つ い て
。

こ の フ レ

ー ミ ン グ で は
，

そ の よ うな地域を 作 り上 げた と考え られ る 埼玉 県行政を運動の 主 要対象とす る と

い う こ と も含意 され て い る 。
「問題 」 確定 レ ベ ル の み な らず，原因帰 属 レ ベ ル

t ひ い て は 対処帰

属 レ ベ ル の 内容 も確定 されて きて い る こ とがわか る 。 また ，
「ダ イオ キ シ ン に よる環境汚染」 と

い うフ レ ーム と比較す る と，r環境問題 」 と し て の フ レ ーム は 継承 されて い る 。

一
方 で 公害調停

連動 に と っ て は こ の 問題 は手段 とし て の 「環境問題 」 で はな く， 目的 とし て の 「環境問題」 で あ

る 。
た だ し 「環境運動 」 で あ る とい っ て も，公害調停運動は あ くま で 「住民運動 」 と して の 環境

（汚染対策）運動 で あ っ て ，「市民運動 」 的な環 境運動で は な い 。つ ま り，環境保護運動な どに 端

的に 見られ る よ うな ，新 し い 価値と し て の 環境 （こ れ まで 以上 の 「環 境 保護 」 な ど） を 提起 し て ゆ
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定松 ：所 沢 ダイオキ シ ン 公喜調停 運 動 に お け る フ レ
ー

ム調 整過程

〈市民運動的な環境運動 と比 して ，住民運動は あ くま で 降 りか か る火 の 粉を払お うとす る と こ ろ

か ら出発 し，元 々 あ っ た 平安な 生活を 取 り戻そ うとす る あ る 意味保守的な 性 質を も っ て い る （長

谷川 ，2004 ：96 な ど ）
。 もち ろ ん 公害調停運動 に は 環境保護に シ ン パ シ

ー
を もつ メ ン バ ーが 多い が，

運動 の 主眼 は 地 域 へ の 産廃の 流 入を 減 らし た い と い う 「単
一

簡明」 （宮本，［1971］1975 ：118） な

もの で ある 。 彼らは ，自分たち が生活す る 「地域の 問題で ある 」 とい う こ とに こ だ わ っ て い る が，

それは 「安心 で きる生活を取 り戻 し た い だ けだ 」 とい う運動 の 正 当さ へ の 信念 と表裏
一

体で あ る 。

　
一

方で ，こ の よ うに 公害調停運動が 「新住民」 な り の 問題把握 を確立 し た こ と は ，農家 とは
一

線 を画 した か た ちで 彼ら の ア イデ ン テ ィ テ ィ が形成 され た こ と も意味し て い る 。 公 害調停運動と

し て も 0 さん を 支援 し た い 心情は 強 くもっ て い た 。しか し，0 さん の フ レ
ー

ム も 「ダ イ オ キ シ

ン に よ る環境 〔こ こ で は 農作物）汚染 」 で あ る と言 え る けれ ど も，その 核心 は 「生産者 の 責任 」 で

あ っ た はず で ある 。 よ っ て ，0 さん の 行動を 全面支援 し推進 し て ゆ く こ とは農家 （生産者）た ち

で なけれ ばな し えなか っ た の で は な い か と筆者は 考えて い る 。

　 こ の生席者 儂 家） と消費者 （新住民） の 虚場の違 い は ，その後 の 所沢周辺地域 の 悶題 の経過に

も見 られ る 。 公害調停運動の 目的は，あ くまで 「地 域 へ の 産廃施設の 集中」 を現状 よ りも減ら し

て ゆ くとい う点 に あ る の で ，問題 発生 の 核 心 に あ る 「農業 の 持続可 能性 」 （鬼頭，2004 ； 江 凵 ，

2005＞ の 問題 に つ い て は 十分に 活動を展 開で ぎて い な い 。その 後の 公害調停運動の 活動で も，畑

を借 りて 農作業を体験した り，雑木林の 清掃を彳fっ た りとい う活動は 試み られ て い る 。 け れ ど も，

焼却 の 停止に よ っ て 目に 見え る被害 ・環境汚染が 小 さ くな っ た こ と，昨今の 農業を取 り巻 く環境

の 厳 し さなど もあ っ て ，今 口で は 公害調停申請時 と比べ て 三 富 の農家と公害調停運動 と の 距離感

は広が っ て い る 。 しか しすで に触れ た とお り，住民運動 とは 自分 たち の 平穏な生活を取 り返そ う

とす る シ ン プ ル な もの で あ り，農家 の 問題 の なか に 公害調停運動が入 っ て ゆける の か，ある い は

入 っ て い くべ きなの か ，それ 自体が 人変難 し い 問題 で あ る。公害調停運動に あま りに 多 くを求め

る こ とは で きな い の で は な い だ ろ うか 。む し ろ 全国各地 で 環境運動が 「環境」 と い う価値を ふ り

か ざす こ とで 現地 を撹乱 し て しま うよ うな事例があ るなか で ，所沢用 辺地 域の 公害調停運動は そ

の 点に 自覚を もち ， 生産者に 迷惑をか ける こ とをで きるだけ避け よ うと配慮 し て い る こ とは評価

されて よ い と筆者は 考え る 。

　 い ずれ に せ よ，彼らが 「地域 の 問題 」 と して 主体的に 問題に 関わ る よ うに なっ たた め に ，い く

つ か の （悪質と され た ）産廃業者 の 焼却を 止め た こ と， こ の やや 広 い 地域全体に お い て 今日 に 至

る ま で 産廃業者に 悩 ま され る近隣住民 に対 し て 訴訟支援 の 手が継続的 に差 し伸べ られ た こ と，ま

た 埼玉 県行政に よる産廃業者 ・施設 の 認可 に
一定 の プ レ ッ シ ャ

ーを 与 え続けて い る こ と は 認め ら

れ るだろ う。

　そ し て これ らの 活動の 継続を支え て い る の は，彼 ら の 「産廃施設の 集中は，自分た ち の 地域 の

問題で あ る 」 とい う当事者意識で ある 。
これ は，た とえば今 日しば しば見 られ る 「環境問題は 誰

もが当事者で す」 とい っ た 言説 とは ，大 きく異なる 。
「だれ もが 当事者 」 で はな く，ほ か で もな

い 自分たち （こ の や や広い 地域）が 当事者で あ る とい う 「限定 」 こそが ，彼 らが運 動を継続す る力

の 源泉で あ る 。
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9，結 論

　本稿で は フ レ ーム 調整 と い う観点に 基づ い て ，所沢ダ イ オ キ シ ン 公害調停運動の 展開を分析 し

た 。 それ を通 じて ，「ダイ オ キ シ ン に よる環境汚染」 と い うフ レ
ー

ム に よ っ て 動か され た地域住

民が次第に 「地域 へ の 産廃施設 の 集 中」 へ と フ レ
ー

ム 転換す る過程を 描き出し た 。
「地域 へ の 産

廃施 設 の集中 」 へ の フ レ
ー

ム 転換は ．産廃施 設が 集中す る やや 広い 地 域を 問題化 し て い る 。
こ れ

に よ っ て ，産廃施設の 近隣住民 ・農家だけで な く，その や や広い 地域に 住む 「新住民」 も問題の

当事者で ある こ とを 示す とと もに ，そ の よ うな地域を作 り上げた 埼玉 県行政を運動の 対象とす る

こ とが含意 され て い る 。
こ の フ レ

ー
ム 調整過程 は ，「ダ イ オ キ シ ン 」 とい う情報 に よ っ て 問題 の

存在を 知ら さ れ た 「新住民 」 た ち が， 自分た ち の 問題と し て 主 体的に 問題を捉え返そ うと し た 過

程 で あ っ た 。

　 こ れ らの 分析を通 じて
， 公害調停運 動の 継続力の 背後に は ，ほ か で もない 自分たちの 生活す る

地 域 の 問題で あ る と い う 「限定 」 に よ る 当事者性 の 力が あ る こ とを指摘 した 。
こ の 場 合は 「地

域 」 とい う概 念を，広が りとして で はな く，なん らか の 限定 として 捉 える こ とが重要 とい うこ と

に な る 。 こ れ は か つ て 藤川賢 （2001 ： 255＞が提出 した。環境問題の 当事者性 の広 が りを ど の よ う

に 考 える か とい う問題 に 対す る 1 つ の 解答を提 出した こ とに なるだ ろ う。 環境 とい ら観念は空間

的に ど こ ま で も広げて ゆける が ゆ え に
， 多 くの 人 々 に 当事者性を訴 え か け る こ とが で きる。し か

し，そ の 価値が相当広 く定着した 今日 で ある か ら こ そ，本稿で 示 した よ うな，「限定 」 を通 じ て

当事者性が認識 され る契機を ， よ り顧慮 して ゆ く必 要がある の で は な い だ ろ うか 。
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The  Frame  Alignment  Process  in Environmental  Movements

                   around  Tokorozawa,  Saitama

                            SADAMATSU  Atsushi

                               Toyo  University

                  2-36-5 Hakusan Bunkyo-ku, Tokyo, 112-OOOI, Japan

   Frame  analysis  has been widely  adopted  by sociologists  who  have engaged  in the

study  of  social  movements  since  the 1990s. In this paper, I analyze  the frame alignment

process  of  environmental  movements  around  7bhoro2awa,  Saitama in Japan.

   There  were  many  industrial waste  incinerators around  7bkorozawa  in the  1990s and

people living around  the incinerators started  an  anti-pollution  movement  but their move-

ment  didn't gain much  attention  from the wider  public. We  can  say  they used  a 
"personal

damage  frame" which  emphasized  personal  damage  caused  by smoke  and  fire from  indus-

trial waste  incinerators, In 1995, one  scientist  came  and  measured  the exhaust  of  diox-

ins, which  had caused  a  great  deal of  public  concefn.  This resulted  in a  frame conversion

from  a  
"personal

 damage  frame" to a  
"dioxin

 frame". The  
"dioxin

 frame" included the

concept  of  environmental  pollution, which  had  resuked  in a  wider  concern.  But  adminis-

trators didn't take enough  suitable  countermeasures.  So, an  enlarged  movement  led to a
frame re-conversion  to a  

"local
 environment  frame"  and  legal action  against  the local

government  was  begun.

   The 
"local

 environment  frame" meant  that the enlarged  movement  aimed  at,  not  on-

ly dealing with  personal damage  from certain  incinerators, but all incinerators in the vi-

einity.  This frame included the local resident's  desire to save  the local environment  by

thern. In the final analysis,  there was  recognition  of  the local people's 
"confrontedness"

to the problem.

Kbywords:  FIrame Alignrnent, Dioxins, 7bkorozawa,  Industrial Wdste
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